
〈
特
集

「
仏
教
と
臨
床
心
理
学
」
１
〉

分
析
心
理
学
に
お
け
る
「
自
然
（
n
a
t
u
r
e
）
」
と
「
本
性
（
n
a
t
u
r
e
）
」

田
　

中
　

康
　

裕

一
　

は
じ

め

に

「
こ
こ
ろ

の
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
聞

か
れ

る
よ

う
に
な

っ
た
の

は
い
つ

の

頃

か
ら
だ
ろ

う
か
。

そ

の
よ

う
な
風
潮

の
な

か
で
、
心

理
学

は
、
人

々
に
い
か
に
生
き

る
か
、

さ
ら

に
は
、
い
か
に
よ
り
よ
く
生
き

る
か
と
い
う
指

針
を
与
え
る
も

の
と
見

な

さ
れ
、

心
理
学
者
と
言

わ
れ

る
人

た
ち
に
よ
っ
て

書
か
れ

た
啓
蒙
書

の
類

が
書

店
に
数
多
く
並
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
実

際
、
多
く
の
人

た
ち

が
、

料
理
の
レ
シ
ピ
本
や
パ
ソ
コ
ン
の
入
門
書
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ウ
・
ツ
ー
本
）
を

買

う
の
と
同
じ
よ

う
な
動
機
で
そ
れ
ら

の
「
啓
蒙
書
」
を
手

に
と
り

、
絵
画

や
編
物

、
英
会
話
や
陶
芸

の
講
座
が
開

か
れ
て

い
る
カ
ル
チ

ュ
ア
・

セ
ン
タ

ー
の
よ
う
な
場
所
で

心
理
学

に
関
す

る
講
座

を
熱

心
に
受
講
し
て

い
る
。
こ

の
よ

う
な
意

味
で

は
、
心
理
学

は
今
や
、

お
手
軽
で

誰
に
で
も
親
し
み
や
す

い

、

す

っ
か
り

お

な
じ

み

の

「
学
問

」

と
し

て

、

わ

れ

わ

れ

の
生

活

の

な

か

に

定

着
し

つ

つ

あ

る
と

言
え

る

だ
ろ

う
。

こ

の

よ
う

な

心
理

学

の

「

大
衆

化

」

の

背

後

に

は
、

心
理

学

を

人

間

が

よ

り

よ
く

生

き

て

ゆ

く

た

め

の

「

道
具

」

と

し

て

活

か
し

て

ゆ

こ

う

と

い

う

意

図
が

あ

る

よ

う

に
筆

者

に

は
思

え

る
。

い
か

に

心

理

学

を

わ
れ

わ
れ

に
奉

仕

さ

せ

る

か
で

は

な
く

、

い

か

に

心
理

学

に
わ

れ

わ

れ

が
奉

仕

す

る

か
と

い
う

こ
と

こ

そ
が

心

理
学

の
根

本

的

な
問

題

で

あ

る
に

も

か

か

わ
ら

ず

、

心
理

学

を

学

ぶ

こ
と

に

よ

っ
て

、

心

理

学
的

な
知

識

を

得

る

こ
と

に
よ

っ
て

、

よ

り

よ
く

生
き

る
こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る
、

さ

ら

に

は

、
不

幸

な
、

あ

る

い

は
困

難

な
状

況

に
置

か

れ

た

他
者

が

よ

り

よ

く

生

き
て

ゆ

け

る

よ

う
援

助

で

き

る

よ

う

に

な

る

、

そ

ん

な

「
心

理

学

的

道

具

主

義

（
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｃ
ａ
ｌ

ｐ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ｉｓ
m
）
」

が

蔓

延

し

て

い
る

の

だ

。

け

れ

ど

も

、

本

来

の

心
理

学

は
、

そ

の

よ

う

に

個
人

が

い

か

に
生

き

る

か

32



と

い

う

こ

と

に

は

直

接

的

な

か

か

お

り

を

も

た

な

い

学

問

で

あ

る

。
「

心

理

学

（
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌｏ

ｇ
ｙ

）
」

の

語

源

、
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｅ
＋

１０
ｇ
ｏ
ｓ

が

示

す

の

は

、
「

こ

こ

ろ

の

論

理

」
、

あ

る

い

は

「
魂

の

論

理

」

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

、

心

理

学

は

、
「
人

間

の

学

」

と

し

て

の

ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｙ

と

は

異

な

り

、

個

人

と

し

て

の

人

間

に

つ

い

て

云

々

す

る

学

問

で

は

な

い

。

こ

の

よ

う

に

言

う

と

、

以

下

の

よ

う

な

反

論

が

あ

る

か

と

思

う

。
「

こ

こ

ろ

と

い

う

の

は

あ

く

ま

で

人

間

の

こ

こ

ろ

な

の

だ

か

ら

、

心

理

学

が

人

間

と

直

接

的

な

か

か

お

り

を

も

た

な

い

と

い

う

の

は

お

か

し

い

」

と

。

し

か

し

、

単

に

「
人

間

の

こ

こ

ろ

」

に

か

か

お

る

学

問

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

心

理

学

以

前

に

も

、

倫

理

学

、

道

徳

学

、

人

間

学

等

か

お

り

、

そ

れ

で

事

足

り

た

は

ず

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

な

ぜ

近

代

に

お

い

て

心

理

学

は

生

ま

れ

た

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

心

理

学

が

「
人

間

の

こ

こ

ろ

」
、

す

な

わ

ち

、
「

私

の

こ

こ

ろ

」

「

あ

な

た

の

こ

こ

ろ

」
「
彼

の

こ

こ

ろ

」
「
彼

女

の

こ

こ

ろ

」

に

か

か

お

る

学

問

な

の

で

は

な

く

、

人

称

を

も

た

な

い

、

す

な

わ

ち

、

非

人

称

の

「

こ

こ

ろ

」
、

あ

る

い

は

「
魂

」

に

か

か

お

る

ま

っ

た

く

新

し

い

学

問

だ

っ

た

か

ら

だ

、

と

筆

者

は

考

え

て

い

る

。

最

初

フ

ロ

イ

ト

の

精

神

分

析

に

賛

同

し

た

が

、

後

に

袂

を

分

か

ち

、

分

析

心

理

学

と

い

う

独

自

の

心

理

学

の

体

系

を

構

築

し

た

ス

イ

ス

の

精

神

医

学

者

・

心

理

学

者

ユ

ン

グ

（
Ｃ
ａ
ｒ
ｌ
　
Ｇ
ｕ
ｓ
ｔａ
ｖ
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
；
　
１
８
７
５
-
１
９
６
１
）

が

適

切

に

も

、
「
ひ

と

つ

の

心

理

学

的

な

プ

ロ

セ

ス

を

説

明

す

る

の

は

も

う

ひ

と

つ

別

の
心
理
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
C
W
　
６
；

ｐ
ａ
ｒ

．　
８
５
５
）

と

述

べ

た

よ

う

に

、

心

理

学

は

真

に

ウ

ロ

ボ

ロ

ス

的

で

あ

り

、

基
盤
を
も
た
な
い
学
問
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
心
理
学
の

も
つ
歴

史
的
背
景

や
本
質
を
今
述
べ
た
よ
う
な
ユ

ン
グ
が
見
た
二
つ
の
夢
を

通

し
て

論
じ
て

ゆ
き
た
い
。

二
　

影

入
道

の

夢

ま
ず

紹
介
す

る
の
は
、
そ
の
ユ
ン
グ
が
見
た
「
影
入
道

の
夢
」
と
も
呼

び

う
る
次

の
よ
う
な
夢
で
あ
る
。

夜
、

ど
こ

か
知
ら
な
い
場
所

に
い
る
。
私

は
、
強
風

に
逆
ら
い
、
ゆ

っ

く
り
と
苦
労
し
な
が
ら
歩

を
進
め
て

い
た
。
濃

い
霧
が
辺
り
一
面
に
立

ち
込

め
て

い
て
、
私
の
手

に
は
今

に
も
消
え
そ
う
な
小
さ
な
あ
か
り
が

あ
る
。
す
べ
て
は
私

が
こ
の
小
さ
な
あ
か
り
を
守
れ
る
か
ど

う
か
に
か

か

っ
て
い
る
。
突
然
、
何

か
が
背
後

に
や

っ
て
来
た
の
を
感
じ
て
振
り

返
る
と
、
そ
こ
に
と
て
つ
も
な
く
大
き

い
黒

い
人
影
が
私

を
追

っ
て
来

て

い
た
。
恐
怖
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
の
時
、
自
分
が
こ
の
小
さ

な
あ

か
り
を
風
の
な
か
一
晩
中
あ
ら
ゆ
る
危
険
に
抗
し
て
守
ら
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
(
M
D
R
,
p
.
1
0
8
)
。

ユ
ン
グ
は
、
ギ

ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
卒
業
後
、
バ
ー

ゼ
ル
大
学
に
進
学
す
る
こ

と
を
決
め
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
こ
で
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
決
定
を
な
か
な

か
下
せ

な
い
で

い
た
。

そ
ん
な
袋
小
路
の
な
か
で

、
医
学

の
勉
強
を
し
て
み

よ
う
と
い
う
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
ユ
ン
グ
に
浮
か
ぶ
。
彼
の
父
方
祖
父

は
そ
の
バ
ー
ゼ
ル
大
学
医
学
部
の
教
授
職

も
務
め
た
高
名
な
医
者
で

、
彼
自

身
、
そ

の
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て

い
た
は
ず

だ
っ
た
が
、
医
者
に
な
ろ
う
と

(nature)｣｢本性と(nature)分析心理学におけ る「自然33



思

っ

た

こ
と

は

そ

れ

ま

で

に

な

か

っ

た

の

だ

と

い

う

。

彼

が

こ

の

「
影

入

道

」

の
夢

を
見

た

の

は

、

医

学

部

へ

の

進

学

を

最

終

的

に
決

め

た
、

ち

ょ
う

ど

そ

の
時

期

だ

っ
た

。

ユ

ン

グ

に

よ

れ

ば

、

こ

の

夢

は

、

当

時

の

彼

を

「
驚

か
し

、

ま

た
勇

気

づ

け

た
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
，　
ｐ

．　
１
０
７
）

と

い
う

。

そ

し

て

、

彼

は

次

の

よ

う

に

述

べ

る
。

「
目

が

覚

め

た

時

、

あ

の
人

影

は

『
影

入

道

』
、

す

な

わ

ち

、

手

に
も

っ
て

い

た

小

さ

な

あ

か

り

に
よ

っ
て

で

き

た
、

渦

巻

く

も

や

に
映

し

出

さ
れ

た
私

自

身

の

影

で

あ

る

こ
と

が

す

ぐ

に

わ

か

っ

た
。

ま

た
、

こ

の
小

さ

な
あ

か
り

は

私

の

意

識

で

あ

り

、

私

の

も

っ
て

い

る

唯

一

の

も

の

で

あ

る

こ

と

も

私

は

知

っ
て

い

た
。

理

解

す

る
力

と

い

う

の

は
私

が

も

っ
て

い

る
唯

一

の
、

そ
し

て

最

も

偉

大

な

宝

物

な

の
で

あ

る
」
（
ｉｂ
ｉ
ｄ

．
，　
ｐ

．　
１
０
８
）
。

さ

ら

に

そ

の
時

、

ユ
ン
グ
に
は
、
「
N
o
.
1
は
あ
か
り
の
運
び
手
で
あ
り
、
N
o
.
2
は
影
の
よ
う
に

N
o
.
1
の
後
ろ
に
寄
り
添
っ
て
い
る
」
（
i
b
i
d
.
）
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
と
い

三
　
N
o
.
1
人
格
と
N
o
.
2
人
格

先
ほ
ど
の
引
用
に
出
て
く
る
「
N
o
.
1
」
と
「
N
o
.
2
」
と
い
う
の
は
、
幼
い

頃
か
ら
ユ
ン
グ
の
な
か
に
あ
っ
た
対
立
す
る
二
つ
の
人
格
、
N
o
.
1
―
人
格
と
N
o
.

２

人
格
の
こ
と
指
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と

に
つ

い
て
説
明

し
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ユ
ン
グ
は
幼
い
頃
か
ら
常
に
、
日
常
的
な
自
己
の
人
格
と
し
て
の
「
N
o
.

1
」
と
そ
う
で
は
な
い
非
日
常
的
な
自
己
の
人
格
と
し
て
の
「
N
o
.
2
」
の
双

方
の
存
在
を
自
ら
の
内

に
感
じ
て

お
り
、
ま

た
、
そ
の
こ
と

に
苦
し
ん
で
も

い
た
。
す
で
に
三
、
四
歳
の
頃
か
ら
、
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
―
緑
の
カ
ー
テ

ン
―
人
喰
い
の
秘
密
」
（
M
D
R
,
 
p
.
 
3
2
）
と
い
う
思
考
の
連
鎖
は
、
ユ

ン
グ
の
人
格
の
暗
い
領
域
、
す
な
わ
ち
、
N
o
.
2
人
格
を
形
成
し
て
い
て
、
こ

の
こ
と

は
、
彼

の
い
わ
ゆ

る
現
実
適
応
を
困
難
に
し
て

い
た
の
だ
（
七
歳
時

の
喘
息
発
作
を
伴
う
仮
性
咽
頭
炎
や
一
二
歳
時
の
失
神
発
作
を
伴
う
神
経
症

に
よ
る
不

登
校

の
体
験
）
。

幼

い
頃

、
ユ
ン
ダ
は
夜

に
対
し
て
漠
然
と
し
た
恐

れ
を

抱
い
て

い
た
。
夜

に
な
る
と

い
つ
も

、
何
者

か
が
家
の
周
り
を
歩
い
て

い
る
音
が
し
、
ラ
イ
ン

の
滝
の
無

言
の
轟
き
が
聞

こ
え
た
の
だ
と
い
う
。

彼
に
と

っ
て

は
、
周
り
は

ど
こ
も

「
危
険
地

帯
」

だ

っ
た
。
彼

は
こ
う
続
け

る
。
「
人

々
が
溺

れ
、
寺

男
が
近
く

の
共
同

墓
地

に
穴
を
掘
り
、
茶

色
の
掘
り
返
し

た
土
の
山
を
つ
く

る
。
風
変

わ
り

な
背
の
高

い
帽
子
を
か
ぶ
り
、
光
っ
た
黒

い
長
靴
を

は
き
、

長

い
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
た
、
黒
く
し
か
め
つ
ら
し
い
男
た
ち
が
黒
い
箱

を
運

ん
で

来
る
。
僧
服

を
着
た
父
が
よ
く
と
お
る
声
で
話
を
し
て

い
る
。
女

た
ち
は
泣
き
、
私
は
誰
か
が
こ
の
地
面
の
穴
に
埋
め
ら
れ
る
の
だ
と
教
え
ら

れ
た
」
（
ｉｂ
ｉｄ
.，　ｐ
.　
２
４
）
。

こ
の
「
黒
い
箱
」
を
運
ん
で
来
る
「
黒

い
男
」

た
ち

に
ユ
ン
グ
が
抱
い
て

い
た
恐
怖
は
相
当
な
も
の
で
、
そ
ん
な
時
期
の
あ

る
日
、
家
の
前
で
砂
遊

び

を
し
て

い
た
彼
は
、
女
性
の
よ
う
な
服
装

を
し

た
「
黒

い
男
」
が
森
か
ら
こ

ち
ら
に
近
づ

い
て
来

る
の
を
見
て
、
恐
ろ
し

く
な
り
、

そ
の
瞬
間
、
「
あ

れ

は
イ

エ
ズ

ス
会
士

だ
」
と

い
う
閃
き
に
撃
た
れ

る
と

い
う
出
来
事
が
起
こ
っ



た
。

彼

に
よ

れ

ば

、

そ

の
恐

ろ
し

さ

は
凄

ま
じ

い
も

の
で

あ

り

、
決

し

て
忘

れ
ら

れ

な

い
も

の
と

な

っ

た
と

い

う
。

こ

の

こ

と

は
、

彼

自

身

が

こ

の
出

来

事
を

「

最
初

の

意

識

的

な

ト

ラ

ウ

マ
」
（
ｉｂ
ｉｄ
.，　
ｐ
.　
２
５
）

と

呼

ん

で

い

る

こ

と
や

、

一
〇

歳

の
頃

に
彼

が

、

こ
の

「
黒

い
男

」

の
人

形

を

定

規

や

石

で

っ

く
り

、

定

規

の

方

は

大

切

に
筆

箱

の

な

か

に
保

管

し

、

さ

ら

に

は
、

そ

れ

を

行

っ
て

は
い

け

な

い

と

言

わ

れ

て

い

た
屋

根

裏

部

屋

に
隠

し

て

い

た

こ
と

に

も

よ

く

示

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

彼

は

こ

う

す

る

こ

と

で

は

じ

め

て

、

「
黒

い

男

」

へ

の

恐

怖

を

鎮

め

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。

彼

は

こ

の

「
筆

箱

の

秘

密

」

を

「
私

の

子

供

時

代

の

ク

ラ

イ

マ

ッ

ク

ス
で

あ

り
、

結

論

で

あ

っ
た

」
（
ｉ
ｂ
ｉｄ

．
，　
ｐ

．　
３
８
）

と

さ
え

述

べ

て

い

る

。

ユ
ン
グ
の
人
格
の
暗
い
領
域
、
あ
る
い
は
N
o
.
２
人
格
を
形
成
し
て
い
た

「
イ
Ｉ
ズ
ス
会
士
―
緑
の
カ
ー
テ
ン
―
人
喰
い
の
秘
密
」
と
い
う
思
考

の

連

鎖

の

な

か

の

「
イ

エ
ズ

ス

会

士

」

と

い

う

の

は

、

今

述

べ

た

よ

う

な

エ

ピ
ソ

ー

ド

か

ら

理

解

さ

れ

る

だ

ろ

う

（
「
緑

の

カ

ー

テ

ン
」
「

人

喰

い

の

秘

密

」

に

つ

い
て

は

、
後

で

紹

介
す

る

ユ

ン

グ

が

幼

少

期

に

見

た

「

フ

ァ
ル

ス

の

夢
」

に

お

い
て

明
示

さ

れ
て

い

る
）
。

そ
し

て

、

こ
の

よ
う

な

「
筆

箱

の
秘

密
」

は

、

彼

に

と

っ
て

、

今

述

べ

た

よ

う

な
自

ら

の

人

格

の

暗

い
領

域

そ

の
も

の

で

あ

り
、

同
時

に

そ

れ

を

抱

え

な

が
ら

日
常

生

活

を

送

る

た
め

の

ひ
と

つ

の
手

段

で
も

あ

っ

た
。

に
も

か

か

わ
ら
ず
、
彼
は
、
そ
ん
な
に
大
切
な
「
筆
箱
」
の
こ
と
を
一
二
歳
時
に
神
経

症

を

患

っ
て

い

る

最

中

、

そ

し

て

、

そ

れ

か
ら

回
復

し

て

以

降

も

す

っ

か

り

忘

れ

て

し

ま

う

。

彼

に

そ

の

記

憶

が

再

び

蘇

っ

た

の

は
、

彼

の

中

年

期

の

心

的

危

機

の
契

機

と

な

る

フ

ロ
イ

ト
と

の

別

れ

を

決

定

づ
け

た

『
変

容

の

象

徴
』

を
執

筆

す

る

た

め

の
準

備

と

し

て

考

古

学

の
専

門

書

を

読

ん

で

い

る

時

の

こ
と

だ

っ

た
と

い

う
。

そ

の
少

年

期

の
神

経

症

か
ら

回

復

し

た

後

、
こ

の

「
筆

箱

」

の

記

憶

を

失

う
こ

と

で

、

ユ

ン

グ
の

現

実

適

応

は

確

か

に
以

前

よ

り

も

よ

く

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

こ

と

は
単

に
、

こ

れ

ら

二

つ

の

人

格

に
あ

る
種

の

統

合

や

調

和

が

も

た
ら

さ

れ

た
こ

と

を

意

味

し

な

い

。

逆

に

そ
れ

以

後

、

自

ら

の

内

に

は

二

つ

の
人

格

が

存

在

し

て

い

る
と

い

う

こ

と

を

よ
り

一

層

明

確

に

彼

は

意
識

す

る
よ

う

に

な

っ

た
と

言

え

る
だ

ろ

う

。

ユ

ン

グ

に
よ

れ

ば

、

当

時

の

彼

の

な

か

に

は

、

現

実

に

生

き

て

い

る

一

九

世
紀

後

半

と

一

八
世

紀
後

半

と

い
う

二

つ

の

時
代

が

あ

り

、

自

分

の

感
じ

て

い

た

一

八
世

紀

と

の
同

一
性

を

説

明

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ
た

と

い

う
。

こ

の

よ

う

な

「
内

的

分

裂
」

は

常

に

ユ

ン

グ
を

苦
し

め

た
。

そ
し

て

、

こ

の

こ

と

に

は

終

生

変

わ

り

が

な

か

っ

た

よ
う

に
筆

者

に

は
思

え

る
。

し

か

し

他
方
で
、
当
時
の
彼
に
は
、
現
実
に
適
応
す
る
た
め
、
自
ら
の
N
o
.
２
人
格
の

力

を

弱

め

て

お

く

必

要

も

あ

っ

た
。

こ

の

点

に
つ

い
て

、

彼

自

身

は

「
一

六

歳

か

ら

一

九

歳

ま

で

の

間

、
私

の
抱

え
て

い
た

ジ

レ

ン

マ
と

い
う

霧

は

ゆ

っ

く
り
と
晴
れ
、
鬱
々
と
し
た
精
神
状
態
は
改
善
し
た
。
N
o
.
１
人
格
は
ま
す
ま

す

明

確

な
も

の
と

な

り
、

私

は
学

校

生

活

と

町
で

の
暮

ら

し

を

楽

し

め

る

よ

う

に

な

っ
て

い

っ

た
。

そ

し

て

、

増

加

す

る

知
識

は
、

本

能

的

な

予

兆

の

世

界

に

徐

々

に
浸

透

し

、

そ

れ

を

抑

圧

す

る

よ

う

に

な

っ

た
」
（
ｉ
ｂ
ｉｄ

．，
　ｐ
ｐ
.

８
６
-８
７
）

と

述

べ

て

い

る
。

(nature) 」と「本性(nature) 」分析心理学における「自然35



ユ

ン

グ

が
先

に

紹
介

し

た

「
影

入
道

」

の

夢

を

見

た

の

は

ち

ょ

う
ど

こ

の

頃
だ
が
、
大
学
入
学
後
も
、
N
o
.
２
人
格
は
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼

は
以

前

と

変

わ

ら

ず
神

学

や
神

秘

哲
学

に

興

味

を

も

ち

、

つ

い

に

は

、

週

に

一

度

、

彼

の

親

戚

が

開

い
て

い

た

定

例

の

降

雹

会

に

参

加

す

る

よ

う

に

な

る

。

ま

た

、

解

剖

学

の

助

手

を

し

て

い

た

時

に

は

、

単

な

る

デ

モ

ン

ス

ト

レ

ー

シ
ョ

ン
の

た

め

に
行

わ

れ

る

生

体

解

剖

の

ゆ

え

、

彼

は

生

理

学

に

も

抵

抗

を

感

じ

て

い
る

。

彼

自

身

に
よ

れ

ば

、
「
私

の

動

物

に
対

す

る

共

感

は
、

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ
ウ

エ

ル
哲

学

で

言

う

仏

教

徒

的

な

憐

れ

み

に
由

来

す

る
の

で

は

な

く

、

原

始

的

な

心
性

の

基

盤

、

す

な

わ

ち

、

動

物

と

の

無

意

識

的

な

同

一
化

に

根

ざ

す

も

の

で

あ

っ

た
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
，　ｐ
．　
１
２
１
）

と

い
う

。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
影
入
道
の
夢
」
に
関
連
し
て
、
「
私
は
N
o
.
２
を

置
き
去
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
ま
す
ま
す
私
は
自
分
が
N
o
.
１
と

同

一

化

し

て

ゆ

く
の

を

感

じ

て

い

た
。

そ

し

て

、

こ

の

状
態

は

は

る

か

に
包

括
的
で
あ
る
N
o
.
２
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
私
は
も
は
や
自
身
を
N
o
.
２
と
同
一
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ

た

の

で

あ

る

」
（
ｉ
ｂ
ｉｄ
.，

　ｐ
.
　
１
０
９
）

と

述

べ

て

は

い

る

が

、

実

際

に

は
、

ユ

ン
グ
は
自
ら
の
N
o
.
２
人
格
を
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ

た

、

と

言

え

る
だ

ろ

う

。

四
　

あ
か
り
の
位
置

―
イ
ユ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
在
り
方

こ
れ
ま
で

の
議
論

か
ら
も
わ

か
る
よ
う

に
、

ユ
ン
グ
の
な

か
に
は
、
当
時

実
際
に
生
き
て

い
た
「
近
代
」
と
実
際

に
は
生
き
て
い
な
か
っ
た
「
近
代
以

前
」
と
が
、
N
o
.
１
人
格
と
N
o
.
２
人
格
と
い
う
形
で
共
存
し
て
い
た
。
け
れ
ど

も
、
本
当
の
意
味
で

「
近
代

」
と
い
う
時
代

に
イ

ニ
シ
エ
ー
ト
さ
れ

る
た

め

に
は
、

ユ
ン
グ
は
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
フ
ァ
ル
ス
の
夢
」

の
な
か
に
広

が

っ
て

い
た
よ
う
な
太
古
の
神
話
的
世
界

か
ら
い
っ
た
ん
立
ち
去
ら
ね
ば

な

ら
な

っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
引
用
し
た
「
影
入
道
の
夢
」
が
示
す

の
は
、

そ

の
よ
う
な
意
味
で
の
イ

ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
だ
っ
た
よ

う
に
筆
者
に
思
え
る
。

ま
ず
、
そ
の
「

フ
ァ
ル

ス
の
夢
」
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
が
こ
の
夢
を
見
た
の

は
、
先

に
ふ
れ
た
「
黒
い
男
」
に
彼
が
底
知
れ
ぬ
怖

れ
を
抱
い
て

い
た
頃
、

す

な
わ
ち
、
三
、
四
歳
の
頃
で
あ

っ
た
。
こ
の
夢
は
、
彼
が
記
憶
し
て
い
る

最
早
期

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な

か
で
、
ユ
ン
グ
は
地
下
の
世
界
に
参
入
し
、

「
緑

の
カ
ー
テ

ン
」
の
向
こ
う

側
に
「
お
と
ぎ
話

の
な
か
に
あ
る
よ

う
な
本

物
の
王
様
の
玉
座
」
に
座
し
た
巨
大
な
「
フ
ァ
ル
ス
」
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ

は
、
「
皮
と
剥
き
出
し

の
肉
で
で

き
て

い
て
、
て

っ
べ
ん
に
は
顔
も

髪
も
な

い
頭

に
も
似
た
丸

い
何

か
が
あ
り

、
そ

の
頭
の
よ
う
な
も
の
の
一
番
上

に
は

目
が
ひ
と
つ
つ
い
て

い
て

、
微
動

だ
に
せ
ず
上
の
方
を
見
つ
め
て

い
た
」
と

い
う
。
夢
は
以
下

の
よ
う
続
く
。
「
そ

の
部

屋
の
な

か
は
か
な
り
明

る

か
っ

た
。
そ
こ

に
は
窓
も
な
く
、
ぱ

っ
と
見
た
と
こ
ろ
、
光
源
は
な
か
っ
た
が

、

頭
上
に
光
輝
の
ア
ウ
ラ
が
あ
っ
た
」
（
M
D
R
,
 
p
.
2
6
）
。

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
近
代
」
と
い
う
時
代
に
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
さ

れ
る
た
め
に
は
、
ユ
ン
グ
は
こ
の
「
フ
ァ
ル
ス
の
夢
」
な
か
に
広
が
っ
て
い

た
よ
う

な
太
古
の
神
話
的
世
界

か
ら
い

っ
た
ん
立
ち
去

る
必
要
が
あ
っ
た
。



そ
し
て
、
「
影
入
道

の
夢
」

が
示

す
の

は
、
そ

の
よ
う

な
意
味
で

の
イ

ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
だ

っ
た
。

こ
の
こ
と

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
夢

に
お
け

る
「
あ

か

り
の
位
置
」
の
違

い
に
よ

く
示

さ
れ
て

い
る
よ
う

に
思
え
る
。

す
な
わ
ち
、

太
古

の
神
話

的
世
界
の
雰
囲
気
の
漂
う
「

フ
ァ
ル
ス
の
夢
」

で
は
、
先
に
引

い
た

「
そ
の
部
屋
の
な

か
は
か
な
り
明
る

か
っ
た
。
そ
こ

に

は
窓
も
な
く
、
ぱ

っ
と
見

た
と
こ
ろ
、
光
源
は
な
か

っ
た
が
、
頭
上

に
光
輝

の
ア
ウ
ラ
が
あ

っ
た
」

と
い
う
記
述

か
ら
も

わ
か
る
よ

う
に
、
「
あ
か
り
」

は
彼

の
頭

上

に
あ

っ
た
。

し
か
し
反
対

に
、
先

に
引

用

し
た

「
影
入

道
の

夢
」
で

は
、
彼
自
身
が
自
ら
の
手
に
「
あ
か
り
」
を
も

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
自
身
、
こ
の
「
影
入
道
の
夢
」
か
ら
覚
め
た
時
に
気
が
つ

い
て
い

る
よ
う

に
、

そ
の
「
影

入
道
」
は
、
彼

が
手

に
し

て

い
た

「
あ
か
り
」

に

よ
っ
て

生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
意
味
で

は
、
先
に
述
べ
た

ユ
ン

グ
が
抱
え
て
い
た
「
内
的
分
裂
」
、
あ
る
い
は
、
N
o
.
１
と
N
o
.
２
と
の
間
の

「
解
離
」

も
ま
た
、
自
分
が
手

に
「
あ
か
り
」
を

も

っ
て

い
る
こ
と

に
よ

っ

て
つ
く
り
出

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え

る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
手
に

「
あ
か
り
」

を
も

っ
て
い

る
、
あ

る
い
は
、
そ

う
思

っ
て

い
る

か
ら
こ
そ
、

彼
は
、

そ
の
よ
う
な
「
内
的
分
裂
」
に
苦
し
み

、
自
ら
を
追

っ
て
来
る
「
影

入
道
」

に
常

に
脅
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
「
内
的
分
裂
」
、
あ
る
い
は
、
手
に
「
あ
か
り
」

を
も

っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
「
影

入
道
」

に
脅

か
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
よ

う
な
「
自
己
矛

盾
」

は
、
ユ
ン
グ
だ
け

が
陥

っ
て

い
た
事
態
で

は
な

か
っ
た
よ
う

に
筆
者

に
は
思
え

る
。

キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
世
界
観
に
お
い
て

は
、
天
と
地
の
間
に
は
神
話
的
世

界
が
広
が

っ
て
お
り
、
人
間
と

そ
の
共
同
体
は
、
荒
ぶ
る
自
然
に
取
り
囲
ま

れ
て
暮
ら
し
て

い
た
。
し
か
し
、

キ
リ
ス

ト
教
的
一
神
教
の
神
は
、
自
然
か

ら
脅
威
を
、
す
な
わ
ち
、
神
聖

さ
を
奪
い
去
り
、
自
然
は
単
な
る
一
群
の
オ

ブ
ジ
ェ

ク
ト
と
な

っ
た
。
結
果
、
神
々
の
イ

メ
ー
ジ
は
わ
れ
わ
れ
の
視
界
か

ら
消
え
失
せ
、
わ
れ
わ
れ
は
荒
ぶ

る
自
然
と
の
一
体
感
か
ら
切

り
離
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
近
代
的
な
意
味
で
の
「
個
」
、
す
な
わ
ち
、
「
近
代
的
意

識
」
が
確
立
さ
れ
る
礎
は
築
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。

近
代
的
な
「
個
」
の
確
立
は
確

か
に
、
自
然
科
学
の
発
達
、
産
業
革
命
、

飛

躍
的

な
文
明

の
進
歩
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
伴

う
未
曾
有

の
物
質

的
繁

栄

等
々
、
多
く
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
。

し
か
し

他
方
で
、
同
じ

も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
こ
ろ

に
様
々
な
「
災
い
」

を
も
も

た
ら
す
こ
と
に

な
る
。

ユ
ン
グ
が
適
切
に
も
、
「
多
く

の
人
々
が
こ

の
分
断
さ
れ

た
人
格

に

苦
し
ん
で

い
る
こ
と
は
現
代
人
の
呪
い
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ

う
。
…
…
そ
れ
は

単
に
、
左
手
の
や

っ
て
い
る
こ
と
を
右
手
が
知
ら
な
い
と

い
う
よ
う
な
神
経

症
的
な
事
柄
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
状
況

は
一
般
的
な
無
意

識
の
症
状
で

あ

り
、
拒
否

し
よ
う
が
な
い
全
人
類
共
通
の
遺
産
な
の
だ
」

と
述
べ
た
よ
う
に
、

「
近
代

的
意
識
」
の
誕
生
以

来
、
わ
れ
わ
れ
の
こ

こ
ろ
は
、
自
ら

の
内

に
あ

る
対

立
す
る
二
つ
の
極
に
引
き
裂
か
れ
続
け
て

い
る
。

今
述
べ
た
よ
う
な
「
近
代
的
意
識
」
が
確
立
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
、

「
近
代
以
前
」

に
お
い
て

は
、
「
こ
の
世
」

と
「
あ

の
世
」

は
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
区
分

さ
れ
て

い
な
が
ら
も
つ
な
が
り
を
も

ち
、
ひ
と
つ

の
神
話
的
世
界
を

(nature)｣と「本性(nature)｣分析心理学におけ る「自然37



形
成
し
て

い
た
。
今

述
べ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
多
神
教
的
な
神
話
的

世
界

を
駆
逐
し

た
後
で

さ
え
も
、
「
教

会
」
を
通
し
て

、
人

々
は
「
神
」
と

の
、
そ
し
て

「
向
こ
う
側
」
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
と
区

分
を
保
ち
え
て

い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
一
な
る
も
の
（
u
n
i
t
y
）
」
を
基
盤

と
し
て

、
「
こ
の
世

」
は
「
あ
の
世
」
を
目
指
し
、
「
あ
の
世
」
も
ま
た

「
こ

の
世
」

を
目

指
す
と

い
う
相
互

的

な
か
か
お
り

の
な
か
で

、
イ

ニ

シ

ニ
ー

シ
ョ

ン
は
成
立
し
て

い
た
。

そ
こ
で

は
、
「
こ

ち
ら
側
」
は

「
向

こ
う

側
」

に
隠
さ
れ
た
「
宝
物
」

や
囚

わ
れ
た

「
女
性
」

を
求
め
、
「
向

こ
う
側
」
も

ま
た
「
こ
ち
ら
側
」

か
ら
の
そ

の
よ

う
な
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
必
要
と
し
て

い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
先
述
の
よ
う

に
、
神

々
の
姿
が
す
で

に
失
わ
れ
、
さ
ら

に
は
、

一
神
教
の
神
を
盲
目
的

に
信
仰
す

る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な

っ
た
近
代

に
お

い
て

は
、
も
は
や
「
こ

の
世
」

と
「
あ
の
世
」
と
の
間
の
神
話
的
な
つ

な
が

り

は
失

わ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で

は
厳

密
な
意
味
で
の
前
近
代
的

な
イ

ニ

シ
エ

ー

シ
ョ
ン
は
成

立
し
え

な
い
。

近
代

に
お
け

る
イ

ニ

シ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
も
は

や
、
「
あ
の
世
」

へ

と
赴
き

、
そ

こ

に
隠
さ

れ

た
「
宝

物
」

や
囚

わ

れ

た

「
女

性
」

を
獲
得
す

る
こ
と
だ
け

を
意
味
す
る

わ
け
で

は
な

い
の
で

あ
る
。

そ
し
て

、
こ
の
文
脈
で

言
え

ば
、
「
あ
か
り
」
や
「
宝
物
」

が
常

に
「
向
こ

う
側
」

に
あ

る
の
が

「
近

代
以
前
」
で

あ
り
、

そ
れ

ら
が

常

に
「
こ

ち
ら

側
」

に
あ
る
の
が
「
近
代
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
影
入
道
の
夢
」
で
は
、
そ
の
「
宝
物
」
は
も
は
や
実
体

と
し
て
は
存
在
し
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
も
引

用
し
た
「
こ
の
小

さ
な
あ
か
り
は
私
の
意
識
で
あ
り
、
私
の
も

っ
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ

る

こ
と
も
知

っ
て

い
た
。
理
解
す
る
力
と

い
う
の
は
私
が
も
っ
て

い
る
唯
一

の
、

そ
し
て

最
も
偉
大
な
宝
物
な
の
で
あ
る
」
と
い
う

ユ
ン
グ
の
言
葉
に
も
よ

く

表
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
彼
が

そ
れ
を
「
知

っ
て
い
た
」
と
い
う

点

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
「
宝
物
」
が
も
は
や
「
向
こ
う
側
」

に
は
存
在
し
え
な

い
以

上
、
英
雄
が
「
あ
の
世
」

に
囚
わ
れ
た
「
女
性
」

を

救
出
し
た
り
、
そ
こ

に
隠
さ
れ
た
「
宝
物
」
を
獲
得
し
た
り
す
る
「
英
雄
神

話
」
と

は
違

い
、
こ

の
場
合

の
「
宝

物
」

は
、
実

体
と

し
て
で

は

な
く
、

「
理
解
す
る
力
」
、
す
な

わ
ち
、
心
理
学
的
な
認
識
と
し
て
「
こ
ち
ら
側
」
に

存
在
す
る
し

か
な

い
。
そ
れ
が
唯
一
の
「
宝
物
」
と
し
て
の
「
私
の
意
識
」

だ

っ
た
よ
う
に
筆
者
に

は
思
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
影
入
道
の
夢
」

に
示
さ
れ
て

い
た
の
は
、
ユ
ン
グ

に
お
け
る
「
私
の
意
識
」
、
す

な
わ
ち
、
「
近
代
的
意
識
」
の
確
立
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
知
る
」
こ
と

は
、
そ
の
後
の
彼
に
と

っ
て
の
重
要
な
イ

ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
の
イ

ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
、
「
フ
ァ
ル
ス
の
夢
」
に
示

さ
れ
て

い
た
「
地
下

の
世
界

へ
の
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
異
な
り
、
心
理
学
的
な
認
識
の
獲
得
を
目
指
し
て

な
さ
れ
る
極
め
て
近
代

的
な
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

五
　

心

理

学

に
お
け

る

「
自

然

」

こ
の
「
影
入
道
」
の
夢
の
な
か
で

の
ユ
ン
グ
の
行
為

は
、
あ
る
意
味
で

は
、

「
自
然
」

に
逆
ら

っ
た
も

の
で
あ

り
、

そ

の
こ
と

は
、
「
強
風

に
逆
ら

い
、



ゆ
っ
く
り
と

苦
労
し

な
が
ら
歩

を
進

め
て

い
た
」

と
い
う
一
文

に
も
よ
く
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夜
、
知
ら
な
い
場
所
で
歩
を
進
め
な
が
ら
、
彼
は
、

「

あ
か
り
」

を
「

向
こ
う
側
」
で

は
な
く
、

自
分

の
手

の
な

か
に
あ

る
こ
と

を
、

さ
ら
に
は
、
そ
の
「
あ

か
り
」
が

、
あ

る
い
は
「
私

の
意

識
」
が
非
常

に
は
か
な
い
も

の
で
あ

る
こ
と
を
「
知

る
」

の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

は
こ

の
小

さ
な

「
あ

か
り
」
を
守

る
べ

く
強

く
動

機
づ
け
ら

れ
て

い
た
の
だ

ろ

う
。

こ
の
意
味

で
言
え
ば
、

こ
の
夢

の
な

か
で

の
ユ

ン
グ

は
明
ら

か

に

「
内
的
分
裂
」

に
陥

っ
て

い
る
。

し

か
し
な
が
ら
、
も
し
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が

、
わ
れ
わ
れ

の
こ
こ
ろ

に
こ

の
よ
う
な
「
内
的
分
裂
」
、
す
な
わ
ち
、
「
解
離
」
と

い
う
災

い
を
も
も
た
ら

し
た
も
の
と
し
て
、
「
近
代
的
意
識
」

の
誕
生

を
単

に
否

定
的

に
価
値

づ
け

る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
極
め
て
非
一

心
理
学
的
で
あ

る
よ
う

に
筆

者

に
は
思
え

る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ

の
「
内

的
分
裂
」
や

「
解
離
」
を
伴

う
「
近
代
的
意
識
」
の
誕
生
は
、
わ
れ

わ
れ

の
精
神

の
歴
史

に
お
け
る
ひ
と

つ
の
必
然
で
あ
り
、
同
じ
意
味
で
、
こ
の
夢
で

ユ
ン
グ
が
「
あ

か
り
」
を
手

に
も

っ
て

い
て
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
危
険

に
抗
し
て
守
り
抜
こ

う
と
し
て

い

る
こ
と
も
ま
た
、
心
理
学
的
な
必
然
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
先
に
も
指
摘
し
た
、
手
に
「
あ

か
り
」
を
も

っ
て

い
る
か

ら
こ

そ
「
影

入
道
」

に
脅

か
さ
れ

る
と

い

う
「
自
己

矛
盾
」

や
「
内

的
分

裂
」

も
ま
た
、
た
だ
単
に
解
消
さ
れ
る
べ
き
も

の
な

の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
心
理
学
的
な
必
然
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
よ

う

な

「
受

苦
」

の

な

か

に
身

を

投

げ

入

れ

て

ゆ

か

ね
ば

な
ら

な

い

。

例
え

ば

、

こ

の

夢
を

単

に
構

造

的

に

と

ら

え

て

、
あ

る

い
は

「

外

側
」

か

ら

眺

め

て

、

自
分

が

手

に

「

あ

か

り

」

を

も

っ
て

い

る

か
ら

こ

そ
、
「
影

入

道

」

を

生

み

出

す

こ

と

に
な

る

の

だ

か
ら

、

そ

の

「
あ

か

り

」

を

必

死

に

な

っ
て

守

り
抜

こ

う
と

す

る

の

は

無

駄

な

こ

と
で

あ
る

、

と

だ

け

考

え

る

な

ら
、
そ
の
よ
う
な
態
度
・
理
解
も
ま
た
、
非
―
心
理
学
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら

、

心

理

学

的

な

理
解

と

は
、

常

に

「
内

側
」

か

ら
も

た
ら

さ

れ

る

べ
き

も

の

で

あ

る

か
ら

だ
。

心

理

学

的

な

理

解

に

到

達

す

る

た
め

に
は

、

自

ら

が
す

で

に
そ

の

な

か

に
巻

き

込

ま

れ

て

お

り

、

そ

の

な

か

に
住

ま

っ
て

い

る
こ

と

を

自

覚

す

る
必

要

が

あ

る

。
比

喩

的

に

言

え
ば

、

わ
れ

わ

れ

は

魂

と

い

う
迷

宮

を
外

か
ら

眺

め
て

い
る

の
で

は

な

く

、

す
で

に
そ

の

な

か

に

い

る

の
で

あ

る
。今

こ

こ

に
述

べ
て

き

た

こ

と

か

ら

も

わ

か

る

よ

う

に
、

こ

の

「
影

入

道

の

夢
」

で

の

ユ

ン

グ

は
確

か

に

、

魂

に

欺

か

れ

、
「
自

己
矛

盾
」

に

陥

っ
て

い

た

。

し

か

し
、

逆

に
言

え

ば

、

魂

を

外

か

ら
眺

め

る
の

で

は

な

く

、

そ

の

よ

う

に
、

魂

に
巻

き

込

ま

れ

騙

さ

れ

て

い

る

か

ら

こ

そ
、

魂

は

そ

の

多
面

的

で

複

雑

な

本
質

を

わ
れ

わ

れ

の

眼

前

に

開
示

す

る

と
も

言

え

る

。

そ

の
意

味

で

は

、
こ

こ
で

の

ユ

ン

グ
は

、

巻

き

込

ま

れ

、

そ
し

て

騙

さ

れ

な
け

れ

ば
な

ら

な

か

っ
た
。

つ
ま

り

、

そ

こ

で

は
、

魂

に

欺

か
れ

、
「
内

的

分

裂

」

や

「
自

己

矛

盾

」

に
陥

る
こ

と

を

通

し

て

だ
け

、

本
当

の

意

味

で

の

心
理

学
的

な
理

解

は
も

た
ら

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

夢

か

ら

覚

め

た

ユ

ン
グ

が

「
こ

の
小

さ

な

あ
か
り
は
私
の
意
識
で
あ
り
・
・
・
・
・
・
理
解
す
る
力
と
い
う
の
は
私
が
も
っ
て
い
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る
唯
一

の
、
そ
し
て

最
も
偉
大
な
宝

物
」
で

あ
る
こ
と
を
「
知
り
え
た
」
の

は
こ
の

た
め
で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。
先

に
も

述

べ
た

よ
う

に
、
こ

の
「
知

る
」

こ
と

こ
そ
が
、

こ
の
夢

に
お
け

る
ユ

ン
グ
に
と

っ
て

の
イ

ニ

シ
エ
ー

シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

先

ほ
ど
の
議
論
に
戻
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
知
る
」
こ
と

は
、
あ

る
意
味

で
「
自
然
（
n
a
t
u
r
e
）
」
に
反
す
る
「
本
性
（
n
a
t
u
r
e
）
」
を
孕
ん
で
い
る
。

旧

約
聖

書
の

創
世

記

に
お
け

る
「
蛇
の
誘

惑
」

に
よ

く
示

さ
れ

て

い
る
よ

う
に
、
「
知
る
」
こ
と
は
す

な
わ
ち
、
す

べ
て

が

そ
こ

に
あ

る
「
楽
園
」

か

ら
の
放
逐
、
あ
る

い
は
そ
の
喪
失
を
意
味
し
て

い
た
。

ア
ダ

ム
と
イ

ブ
は
、

蛇
に
そ
そ
の

か
さ
れ
て
、
禁
断
の
「
知
恵
の
実
」
を
口

に
し
、

そ
の
こ
と

に

よ
っ
て

、
自
分
た
ち
が
衣
服

を
身
に
着
け
て

い
な

い
こ
と

を
「
知
る
」
。
そ

し
て

彼
ら
は
、
そ

の
「
恥
じ
ら

い
」

の
ゆ
え

、
「
神
」

の
足
音

か
ら

身
を
隠

す
よ
う

に
な
り
、
結

果
、
「
楽
園
」
か
ら
放
逐

さ
れ

る
。
同
じ

よ
う
に
、
近

代
に
お

い
て
、
「
知

る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
自
然
」

か
ら
も

「
神
」

か
ら

も
切
り
離
さ
れ
、

い
わ
ゆ

る
近
代
的
な
「
個
」
が
確

立
さ
れ
た
こ
と
と
、
以

前
は
自
ら
を
取

り
囲
み

、
す

べ
て
が
そ
こ

に
あ

っ
た
神

話
的
世
界
が
完

全
に

失
わ
れ

た
こ

と
と
は
ひ
と
つ

の
本
質
の
二
つ

の
側
面
で

あ
る
（
そ
こ
で

は
も

は
や
、
「
教
会
」

を
通
し
て

、
「
神
」
や

「
あ

の
世
」

と
つ
な
が
る
こ
と
さ
え

か
な
わ

な
い
）。

そ
の
意
味
で

は
、
近
代
以
降
、
「
知
る
」
こ
と
は
、
人
間
に

と

っ
て

、
自

ら
の
存
在
の
基

盤
を
形
成
す

る
最
も
重
要

な
「
本
性
」

と
な
っ

た
と
も

言
え

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
信
じ

る
」

こ
と
で

は
な
く
、
「
知
る
」

こ
と
こ

そ
が
、
人
間
に
と
っ
て

最
も

「
自
然

な
営
み
」

と
な

っ
た
の
で

あ
る
。

一

六

世

紀

末

か

ら

一

七

世

紀

半

ば

に

生

き

た

デ

カ

ル

ト

の

「
わ

れ

思

う

、

ゆ

え

に

わ

れ

あ

り

」

と

い

う

言

葉

に

は

、

す

で

に

こ

の

こ

と

が

よ

く

表

現

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

近

代

以

降

に

お

け

る

「

自

然

」

は

、

そ

れ

以

前

の

「
自

然

」

と

は

異

な

り

、
「
自

然

に

反

す

る

自

然

」

で

も

あ

っ

た

。

こ

の

こ

と

は

、

ユ

ン

グ

が

後

半

生

を

か

け

て

研

究

し

た

錬

金

術

の

「
自

然

」

に

対

す

る

考

え

と

も

似

通

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

錬

金

術

師

た

ち

に

と

っ
て

「
自

然

」

は

、

単

な

る

「
自

然

」

で

は

な

く

、
「
諸

自

然

を

征

服

す

る

自

然

」
（
Ｃ
Ｗ

　
１
２
；

ｐ
ａ
ｒ
.　
４
７
２
）

を

意

味

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

錬

金

術

師

た

ち

は

、

自

ら

の

作

業

を

「
自

然

に

反

す

る

作

業

（
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ

ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
a
m
）
」
(
Ｃ
Ｗ
　
１
３
；
　
ｐ
ａ
ｒ
．
　
４
１
４
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、

今

述

べ

た

意

味

で

は

、

そ

の

「
自

然

に

反

す

る

作

業

」

も

ま

た

、
「
自

然

」

で

あ

っ

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

近

代

と

い

う

時

代

と

不

可

分

に

結

び

つ

い

た

心

理

学

に

お

け

る

「
自

然

」

も

ま

た

、
「
自

然

に

反

す

る

自

然

」

な

の

で

あ

り

、

そ

こ

で

行

わ

れ

る

心

理

療

法

も

ま

た

、

近

代

に

お

け

る

「
自

然

な

作

業

」

と

し

て

の

「
自

然

に

反

す

る

作

業

」

で

あ

っ

た

。

ユ

ン

グ

が

錬

金

術

研

究

を

通

し

て

得

た

の

は

、

こ

の

よ

う

な

弁

証

法

的

な

論

理

で

あ

っ

た

よ

う

に

筆

者

に

は

思

え

る

。

そ

し

て

、

こ

の

点

で

は

、

ユ

ン

グ

派

の

分

析

家

ギ

ー

ゲ

リ

ッ

ヒ

が

、

心

理

療

法

は

通

常

の

意

味

で

の

「
援

助

職

」

で

は

な

く

、

そ

の

「

端

的

な

目

的

は

『

分

析

』

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

れ

は

認

識

を

獲

得

す

る

こ

と

で

あ

り

、

心

理

学

的

な

諸

現

象

の

最

も

奥

底

に

あ

る

核

を

看

破

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、



そ
し
て

、
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
そ
れ

ら
諸
現

象
に
公
正

に

対
処
す
る
こ

と
な
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と

は
非
常

に
重
要
で

あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
影
入
道
の
夢
」
で

ユ
ン
グ
が
「
強
風

に
逆
ら
い
、

ゆ
っ
く
り
と
苦
労
し
な
が

ら
歩
を
進

め
て

い
た
」
よ

う
に
、
「
自
然
」

に
逆

ら
い
、
「
内
的
分
裂
」
を
生
み
出

す
こ
と
こ

そ
が
、
近
代
人

に
と

っ
て

の
、

そ
し
て
、
近
代

に
生
ま
れ
た
心
理
学
に
と

っ
て
の
「
自
然
」

な
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
自
ら
を
待

っ
て
い
る
「
自
己
矛
盾
」
を
避
け

る
の
で

は
な
く
、
そ
の

よ
う
な
「
受

苦
」
の
な
か
に
身
を
投
げ
入
れ
、
心
理
学
的
な
認
識
を
獲
得
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
心
理
療
法
の
「
目
的
」
、
す
な
わ
ち
、
「
分
析
」
で
あ
る

か

ら
だ
。
分
析
心
理
学
に
お
け
る
「
個
性
化
」
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
近
代
人

に
と
っ
て
不
可

避
的
な
「
受
苦
」
や
そ
こ
に
身
を
投
げ
入
れ
る
こ
と

に
よ

っ

て
だ
け
可
能
な
「
心
理
学
的
な
認
識
」
に
深
く
か
か
お
る
概
念
で
あ
る
。

六
　

心

理

学

と

「
近

代

」

先

に
も

述

べ

た

よ

う

に
、

中

世

に

そ

の
絶

頂

期

を

迎

え

た
も

の
で

は

あ

る

が

、
「
自

然

」

を

「
諸

自

然

を

征

服

す

る

自

然

」

と

と

ら

え

、

自

分

た

ち

の

作

業

を

「
自

然

に
反

す

る
作

業
」

で

あ

る

と

考
え

た
錬

金

術

師

た

ち

の
思

想

の

な

か

に
は

、

ま

ぎ

れ

も

な

く
、
「
近

代

」

に

通

じ

る

何

か

が

含

ま

れ

て

い

た
。
こ
の
よ
う
な
「
近
代
性
（
m
o
d
e
r
n
i
t
y
）
」
こ
そ
が
、
心
理
学
者
ユ
ン

グ
を

し

て

そ

の

研

究

に
駆

り

立
て

た

よ

う

に

筆
者

に

は
思

え

る
。

こ

の

点

に

つ

い
て

ユ

ン

グ
自

身

は
、
「
錬

金

術

師

た

ち

の

体

験

は

あ

る

意

味

で

私

の

体

験

で

あ

り

、

彼

ら

の
世

界

は
私

の
世

界

で

も

あ

っ

た
。

…

…

つ

ま

り

、
私

は

、

自

身

の
無

意
識

の

心

理
学

の
歴

史

的

相

対

物

に

出

会

っ

た

の
だ

。

錬

金

術

と

の
比

較
対

照

可

能

性

と

、

グ

ノ

ー

シ

ス
主

義

に

遡

る

絶
え

ざ

る
知

識

の

連

鎖

は
、
私
の
心
理
学
に
血
肉
を
与
え
た
」
（
M
D
R
,
 
p
.
 
2
3
1
)
ご
と
述
べ
て
い
る
。

先

に

「
ア

ダ

ム
と

イ

ブ

」

の

挿
話

に
つ

い
て

な

さ
れ

た

議

論

と

の
関

連

で

言

え
ば

、

錬

金

術

に

出

会

う
以

前

、

一
九

一
八

年

か

ら

一

九

二

六

年

に

か
け

て

、

ユ
ン

グ

が

上

の

引

用

に
も

あ

る

グ

ノ
ー

シ
ス

主
義

の

研
究

に
取

り

組

ん

で

い

た

こ

と

は

た

い
へ

ん

興
味

深

い
。

彼

が

と

り

わ
け

熱

意

を
も

っ
て

研

究

し

た

の

は

、

グ

ノ
ー

シ

ス
主
義

の

な

か
で

も

、

二

世

紀

に

隆

盛

を

極

め

た
拝

蛇

教

と

呼

ば

れ

る

一
派

の

教

義

だ

っ

た

か
ら

だ

。

そ

の

名

前

か

ら

も
わ

か

る

よ

う

に

、

拝

蛇

教

に
お

い

て

、
蛇

は
中

心

と

な

る

神

格

で

あ
り

、

人
間

の
前

触
れ
で
あ
る
（
Ｃ
Ｗ
　
９
-
ⅱ
；
　
ｐ
ａ
ｒ
.
　
３
１
１
）
°
つ
ま
り
、
拝
蛇
教
徒
た
ち
は
、
先

述

の

旧

約

聖

書

の
価

値

観

を

転

倒

し
、

人

間

の

精

神

は

、

元

来

は

未
知

で

あ

る
神

か
ら

派

生

し

た
も

の
だ

と

い

う
秘

密

の

「
知

恵

」

を

人

（
ア

ダ

ム
と
イ

ブ
）

に
授

け

た

と

い

う
理

由

で

、

蛇

を
自

ら

の
精

神

的

・
霊

的

原

理

と
見

な

し

た

の
だ

。

こ

の
よ

う

な

グ

ノ

ー

シ
ス
主

義

と
現

代

の

心
理

学

と

の

間

に
、

ユ
ン

グ

は

多
く

の
共

通

点

を
見

出

し
、

そ

の

心

理

学

的
意

義

を

十

分

に
認

め
て

い

た

と

い

う
。

こ

こ

で

述

べ

た

よ
う

な

グ

ノ

ー

シ
ス
主

義

か
ら

錬

金

術

へ
と

連

な

る

思

想

の
連

鎖

の

な

か

に
、

ユ

ン

グ
が

心

理

学

と

の
共

通

点

と

し

て

見

出

し

て

い

た

の

は
、

先

に
も

述

べ

た
他

な

ら

ぬ

「
近
代

性

」

だ

っ

た
の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

既

述

の

よ

う

に

、

そ
れ

は

「
知

る

」

こ

と
、

あ

る

い

は
、
「
近

代

的

意
識

」

(nature)｣本性と(nature)分析心理学におけ る「自然41



の
確

立

と
深

い

か

か

お
り

が

あ

る

よ

う

に

思

え

る

。

む

ろ

ん

、
「
近

代

以

前

」

の
人

間

も

意

識

は
も

っ
て

い

た

が

、
「
近

代

的

意

識

」

の
特

異

性

は
、

そ

れ

が

自

ら

を
反

省
す

る
意

識

、

す

な

わ

ち

、

意

識

に

対

す

る

意

識
で

あ

る

と

い

う

点

に

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

、
「
解

離
」

と

い
う

の

は

、

一
九

世

紀

の

心
理

学

が

こ

の

「
近
代

的

意

識

」

の

特
異

性

を

説

明

す

る

た

め

に

生

み

出

し

た

概

念

で

あ

っ

た

と

も

言

え

る

だ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

意

識

に

対

す

る

意

識

は

、

「
意

識

す

る
自

己

」

と

「
意

識

さ

れ

る

自

己

」

と

の

間

の

「
解

離

」

を

絶

え

間

な

く

生
み

出
す

か
ら

だ

。

こ

の

よ

う

に
考

え

る
と

、

心
理

学

が

「
近
代

」

に

な

っ
て

生

ま
れ

た

の

は

、

決

し

て

偶

然

で

は
な

く

、

必

然

で

あ

っ
た

と

い

う

こ

と
が

わ

か

る

だ

ろ

う
。

つ

ま

り

、

心
理

学

の
必

要

性

は
、

自

ら

の
意

識

を

省

察

す

る
意

識

と

し

て

の

「
近

代

的

意

識

」

が

、

そ

れ

ま

で

の

「
自

然

」

と

の

、

あ

る

い

は

「
神

」

と

の

つ

な

が

り

を

立

ち

切

る

こ

と

に
よ

っ
て

は
じ

め

て

生

じ

た

の

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

は
、

心

理

学

は

「
近

代

以

前

」

に

は
決

し

て

成

立

し

え

な

い
学

問

だ

っ

た

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

は

、
Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｔ

始

め

た
古

典

的

な

実

験

心

理

学

が

、

そ

の
方

法

論

と

し

て

「
内

観

法

」

を

採

用

し

、
「
意

識

」

を

そ

の

研

究

対

象

と

し

た
こ

と

に

も

よ

く

示

さ
れ

て

い

る
。

今

述

べ

た
意

味

で

、

心

理

学

は
、

他

の

い

か
な

る
学

問

に
も

還

元

さ

れ

え

な

い
、
「
近

代

」

と

い
う

時

代

に

お

け

る

ま

っ

た
く

新

し

い

学

問

だ

っ
た

。

冒

頭

で

引

用

し

た

よ

う

に

、

ユ

ン

グ

は

「
ひ

と

つ
の

心
理

学

的

な

プ

ロ

セ

ス

を

説

明

す

る

の
は

も

う

ひ

と

つ
別

の

心
理

学

的

な

プ

ロ

セ
ス

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」
（
Ｃ
Ｗ

　６
；
　ｐ
ａ
ｒ

．　
８
５
５
）

と

述

べ

た

が

、

こ

の

よ
う

な

心

理

学

の

特

異
性
が
、
意
識
に
対
す
る
意
識
と
し
て
の
「
近
代
的
意
識
」
の
そ
れ
と
パ
ラ

レ
ル

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

こ

の
こ

と

は
、
「
こ

こ

ろ

だ

け

が

こ

こ

ろ

を

観

察

で
き

る

」
（
ｉＣ
Ｗ

　
９
-ｉ
;　ｐ
ａ
ｒ
.　
３
８
４
）

と

い
う

彼

の

言

葉

に

も

よ

く

表

さ

れ

て

い

る

。

ユ

ン
グ

は

、

錬

金

術

の

研

究

に
没

頭

し

始

め

た
当

初

、
「
そ

う

だ

っ

た

の

か

！
　

私

は

最

初

か

ら

錬

金

術

の
研

究

を

す

る
べ

く

運
命

づ
け

ら

れ
て

い

た

ん

だ

」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.，

　ｐ
．　
２
３
１
」

と

い

う

直

感

に
撃

た

れ

た

と

い
う

。

こ

の

意

味

で

は

、

本
稿

で

と
り

あ

げ

た

「
影

入

道

の
夢

」

を

見

た

ユ

ン

グ

は
、

最

初

か

ら
上

記

の

よ

う

な
本

質

を
も

つ

心
理

学

を

研

究

す

る

べ
く

運

命

づ

け

ら

れ

て

い

た
と

言
え

る

の

か
も

し

れ

な

い
。

彼

は

こ

の

時
す

で

に
、

自

ら

の

「
内

的

分

裂
」

は

自

ら

に

よ

っ
て

生

み

出

さ

れ

る
と

い

う

「
自

己

矛

盾

」

を

孕

む

「
近

代

的

意

識

」

の

本

質

を

「
知

っ
て

い

た
」

か
ら

だ

。

先

に

も

述

べ

た

が

、

こ

の
よ

う

な

認

識

は

極

め
て

心
理

学

的

な

も

の
で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

、

彼

は
自

ら

の
生

き

た

時

代

の

「
先

駆

け

」

で

あ

っ
た

。

こ

の

こ

と

は

、

こ

の

「
影

入
道

の
夢

」

の
第

一
文

、
「
夜

、

ど

こ

か

知
ら

な

い
場

所

に

い

る
」

に

も

よ
く

示

さ

れ

て

い
た

よ

う

に
筆

者

に

は

思

え

る
。

七
　

お

わ

り

に

今

述

べ

た

よ

う

に

、

ユ

ン

グ

は
彼

が

生

き

た
時

代

の

「
先

駆

け

」

だ

っ
た

。

し

か

し

同

時

に

、

彼

に

も

超

え

ら

れ

な

か

っ
た

「
限

界

」

が

そ

こ

に

は

あ

っ

た
よ

う

に

思

え

る

。

む

ろ

ん

、

そ

れ

は

単

に
、

彼

個

人

の

「
限

界

」

な

の

で

は

な

く

、

彼

の

生

き

た

時

代

全

体

が

抱

え

る

「
限

界

」

で

も

あ

っ
た

の

だ

ろ



う
。

ユ

ン

グ

は
、

こ

の

「
影

入

道

の

夢
」

を

見

た

当

時

を

振

り

返

り

、
「
青

年

期

（

一

八

九
〇

年

頃
）
、

私

は

無

意

識

に

【
近

代

の

】

時

代

精

神

に

囚

わ

れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
術
を
も
た
な
か
っ
た
」
（
Ｍ
Ｄ
Ｒ
,
　
ｐ
.

２
６
３
）

と

述

べ

て

い

る

が

、

こ

の

超

え

ら

れ

な

か

っ

た

「
限

界

」

は

、

青

年

期

に

限
ら

ず

、

そ

の

後

の

ユ

ン

グ
が

生

涯

に

わ

た

っ
て
曝

さ

れ

続
け

た
も

の

で

あ

っ
た

よ

う

に

思

え

る
。

そ

し

て

、

こ

の

こ
と

は

、

彼

が

こ

の

世

を
去

る

一

九

六

一

年

に

出

版

さ
れ

た

『
人

間

と

象

徴

』

の

な

か

に

収

め

ら

れ

た

「
無

意

識

へ

の
接

近
」

と

題

さ

れ

た
論

文

で

の

以

下

の

よ

う

な

記

述

に

も

よ
く

示

さ
れ

て

い

る

。

科

学

的

理

解

が

発

達

し

た

結

果

、

わ

れ

わ

れ

の

世

界

は

非

人

間

化

（
ｄ
ｅ
ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉｚ
ｅ
ｄ
）

さ

れ

た

。

も

は

や

人

は
自

然

に
包

ま

れ

て

は
お

ら

ず

、

自

然

現

象

と

の

情

緒

的

な

『
無

意

識

的

同

一

性

』

を

失

っ
て

し

ま

っ
た

の

で

、

人

は

宇

宙

の

な

か
で

自

ら

が

孤

立

し

て

い
る

と

感
じ

る

。

…

…

人

と

自

然

と

の

つ

な

が

り

は

失

わ

れ

て

し

ま

っ

た
。

そ

し

て

、

そ

れ

に

伴

っ
て

、

象

徴

的

つ

な

が

り

を

供

給

し

て

い

た
深

遠

な

情

緒

的

な

エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ま
た
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
引

用

か
ら

筆

者

が

感

じ

る

の

は

、

ユ

ン
グ

の

な

か

に
あ

っ

た
、

そ

し

て

、
「

近

代

」

の

精

神

が

抱

い
て

い

た

「
近

代

以

前

」

へ

の

あ

る
種

の

ノ

ス

タ
ル

ジ

ー

で

あ

る
。
「
近

代

」

の

精

神

が

目

指

す

べ

き

は

、

単
な

る

「
近

代

以

前

」

へ

の

回

帰

で

は
な

く

、

自

ら

の

内

に

あ

る

そ

の

よ
う

な

ノ

ス

タ
ル

ジ

ー

を

自

覚

し

、
「
近

代

」

そ

の

も

の

を

超

え

て

ゆ

く

こ

と

だ

っ

た

の
だ

ろ

う

。

そ

の

意

味

で

は
、

わ

れ

わ

れ

人

間

に

は

も

は

や

後

戻

り

の
道

は
な

く

、

歴

史

は
前

に
進

ん
で
ゆ

く
し

か
な
い
。
そ
し
て

、
そ
こ
で

わ
れ

わ
れ
心
理
学
者
、

あ
る
い
は
心
理
治
療
者
が
果
た
す
役
割
は
、
そ
こ
に
生
起
す
る
事
象
を
絶
え

ず
心

理
学
的
に
省
察
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

〈
付
記
〉
二
二
十
周
年
記
念
大
会
当
日
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で

は
、

ユ

ン
グ
派
分
析
家

と

し
て
の
筆
者
の
立
場
か
ら
、
「
近
代
人
の
「
受
苦
」
と
し
て
の
『
自
己
実
現
』
―
あ

る
中
年
女
性
の
事
例
を
通
し
て
―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
自
験
例
を
中
心
に
発
表
を

行

っ
た
が
、
守
秘
義
務
の
観
点
か
ら
、
発
表
内
容
を
本
誌
に
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ

と

は
せ
ず
、
分
析
心
理
学
と
近
代
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

述
べ
た
、
こ
の
よ
う
な
純

然

た
る
論
考
に
差
し
替
え
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
お
断
り
し
ご
了
承
を
願

い

た
い
。

（

Ｉ

）
　

本

稿

で

は

、

慣

例

に

よ

り

、

英

語

版

ユ

ン

グ

全

集

（

Ｃ

Ｗ

：
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ

ｏ

ｌ
ｌｅ
ｃ
ｔ
ｅ

ｄ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
.
　
Ｇ
.
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
５
３
-
１
９
７
９
)

か

ら

の

引

用

は

、

以

下

、

巻

数

と

パ

ラ

グ

ラ

フ

数

で

示

す

。

（
２
）
　
本
稿
で
は
、
ユ
ン
グ
の
『
自
伝
』
〔
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
Ｃ
.
　
Ｇ
.
　
（
１
９
６
２
）
:
　
Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
,

Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
ｓ
,
　
Ｒ
ｅ
ｆ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
（
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｄ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｊ
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
,
　
Ａ
.
)
 
,
Ｌ
ｏ
ｎ
-

ｄ
ｏ
ｎ
:
　
Ｆ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
９
５
.
〕
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
、
M
D
R
と
い
う

略

語

と

頁

数

で

示

す

。

（

３

）
　

田

中

康

裕

（

二

〇

〇

一

）

‥

『

魂

の

ロ

ジ

ッ

ク

』

日

本

評

論

社

、

ｐ
.
　

１
９

　
ｆ
ｆ
.

（
４
）
　
河
合
俊
雄
（
一
九
九
三
）
‥
「
ユ
ン
グ
／
ヒ
ル
マ
ン
の
元
型
的
心
理
学
」
I
n
:

『

元

型

的

心

理

学

』

（

Ｈ

ｉ
ｌ
ｌ
ｍ

ａ
ｎ
,

　

Ｊ
.

著

）

青

土

社

、

ｐ
.
　

１
７

０
.

（

５

）

Ｊ
ｕ

ｎ

ｇ
,
　

Ｃ

．
　

Ｇ

．
　（

１
９
６

１
）
:
　
"

Ａ

ｐ

ｐ
ｒ
ｏ

ａ

ｃ

ｈ

ｉｎ

ｇ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｕ

ｎ
ｃ

ｏ
ｎ

ｓ
ｃ

ｉ
ｏ
ｕ

ｓ
,
"

　
Ｉ

ｎ
:

　
Ｍ

ａ
ｎ

ａ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
　
Ｓ
ｙ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｓ
,
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
：
Ｌ
ａ
ｕ
ｒ
ｅ
ｌ
,
　
１
９
６
８
,
　
ｐ
ｐ
.
　
５
-
６
.

（

６

）

Ｇ

ｉｅ

ｇ

ｅ
ｒ

ｉｃ

ｈ
,
　

Ｗ
.

　
（

１
９
９

４

）
:　

Ａ

ｎ

ｉｍ

ｕ

ｓ
-

Ｐ

ｓ
ｙ

ｃ
ｈ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉｅ
,
　

Ｆ

ｒ
ａ
ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ
ｔ
　

ｕ
.

 

ａ
.
：

P
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
 
Ｌ
ａ
ｎ
ｇ
,
　
Ｓ
.
　
２
７
０
.
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（

７

）
　

田

中

康

裕

（

二

〇

〇

二

）

‥

「

参

入

と

分

割

」

『

大

正

大

学

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

研

究

所

紀

要

』

第
2
5

号

、

ｐ

ｐ
.

　
６

４

　
ｆ
ｆ
.

（

８

）
　

日

本

聖

書

協

会

（

一

九

八

九

）

‥
『

聖

書

』

新

共

同

訳

、

ｐ

ｐ
.

　

３
-

５
．

（
９
）
　
田
中
康
裕
（
二
〇
〇
〇
)
:
「
分
析
心
理
学
に
お
け
る
錬
金
術
の
イ
メ
ー
ジ
と

論

理

」

河

合

隼

雄

編

『

講

座

心

理

療

法

３
　

心

理

療

法

と

イ

メ

ー

ジ

』

岩

波

書

店

、

ｐ

ｐ
.

　
１

４
２

　
ｆ
ｆ
.

（

1 0

）

Ｇ

ｉｅ

ｇ

ｅ
ｒ

ｉ
ｃ

ｈ
,
　

Ｗ

．

（

応

宕

）
:
　
"

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｏ

ｐ

ｐ

ｏ
ｓ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｏ

ｆ

　
'
Ｉ

ｎ

ｄ

ｉ
ｖ

ｉ
ｄ

ｕ

ａ

ｌ
,　

ａ

ｎ

ｄ

Ｃ

ｏ

ｌ
ｌｅ

ｃ

ｔ
ｉｖ

ｅ

 
 

　

Ｐ
ｓ
ｙ

ｃ

ｈ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｙ

　ｓ

　

Ｂ

ａ

ｓ
ｉ
ｃ

　

Ｆ

ａ

ｕ

ｌ
ｔ

，
 

Ｈ

ａ
ｒ
ｖ

ｅ
ｓ
ｔ

　

４

２
,

８
-

９
.

（

1
1
）
　
Ｊ
ｏ
ｎ
ａ
ｓ
,
　
Ｈ
.
　
（
１
９
６
４
）
:
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｎ
ｏ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
,
　
Ｂ
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
：
　
Ｂ
ｅ
ａ
ｃ
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,

１

９
６

４
,
　

ｐ
.
　

９
３
.

（
1
2
）
　
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
（
Ｇ
.
G
.
,
　
ｏ
ｐ
.
　
ｃ
ｉ
ｔ
.
　
ｐ
.
　
８
５
.

（
た
な
か
・
や
す
ひ
ろ
、
分
析
心
理
学
、

臨

床

心

理

学

、

大

正

大

学

専

任

講

師

）
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